
 
 

御
忌
会

ぎ

ょ

き

え

～
法
然
上
人
の
御
命
日
～ 

今
年
も
、
四
月
二
十
二
日
か
ら
二
十 

五
日
ま
で
の
四
日
間
。
本
山
永
観
堂
に

お
い
て
御
忌
会
（
ぎ
ょ
き
え
）
が
厳
修

さ
れ
ま
し
た
。 

御
忌
会
は
元
々
、
法
然
上
人
の
命
日 

の
一
月
二
十
五
日
に
合
わ
せ
て
、
一
月

十
九
日
か
ら
二
十
五
日
ま
で
の
一
週
間
、 

 
 
 
 
 

昼
夜
に
わ
た 

っ
て
勤
め
ら 

れ
て
き
ま
し 

 
 

た
が
、
明
治 

の
初
め
に
参 

詣
者
の
便
な 

ど
を
考
え
て
、 

厳
寒
の
一
月 

を
避
け
て 

気
候
の
よ
い

陽
春
四
月
に 

変
更
さ
れ
て
今
日
に
至
っ
て
い
ま
す
。 

永
観
堂
に
お
い
て
も
、
毎
年
四
月
二 

十
二
日
か
ら
二
十
五
日
の
四
日
間
、
全

国
の
当
派
寺
院
の
関
係
者
な
ら
び
に
檀

信
徒
の
方
々
が
参
詣
さ
れ
、
御
影
堂
に

お
い
て
盛
大
な
法
要
が
営
ま
れ
ま
す
。

ま
た
、
こ
れ
に
合
わ
せ
て
御
詠
歌
の
奉

納
、
お
説
教
そ
し
て
各
種
の
回
向
や
住

職
永
年
勤
続
者
の
表
彰
な
ど
も
行
わ
れ

ま
す
。
御
忌
会
は
本
山
の
多
く
の
年
中

行
事
の
中
で
最
も
大
き
な
行
事
で
す
。 

 
 

授
戒
会
の
お
知
ら
せ 
 

法
然
上
人
八
百
回
大
遠
忌
を
平
成
二

十
三
年
に
お
迎
え
す
る
に
あ
た
り
、
本

山
永
観
堂
禅
林
寺
に
お
い
て
記
念
授
戒

会
を
修
行
い
た
し
ま
す
。 

日
時 

平
成
二
十
一
年
五
月
二
日(

土) 

 
 
 
 
 

か
ら
六
日(

水)

の
五
日
間 

場
所 

総
本
山
永
観
堂
禅
林
寺 

受
者
数 

 

五
百
名
（
い
す
席
） 

受
者
料
金 

六
万
五
千
円
（
五
日
間
の

昼
食
代
を
含
む
） 

贈
授
戒
料
金 

三
万
円
（
一
霊
） 

特
別
回
向
料
金 

一
万
円
（
一
霊
） 

宿
泊
料
金 

二
万
円
（
朝
夕
二
食
つ
き

希
望
者
の
み
） 

申
込
み
締
切
り 

六
月
三
十
日
ま
で
に 

 
 
 
 
 
 
 

常
林
院
ま
で
ご
連
絡 

く
だ
さ
い
。 

 

あ
と
が
き 

 

▽
今
年
も
新
緑
の
も
み
じ
の
中
、
本
山

に
お
い
て
御
忌
会
が
厳
修
さ
れ
ま
し
た
。

現
在
、
遠
忌
に
向
け
て
大
殿
の
屋
根
を

改
修
中
の
為
、
大
殿
全
体
を
工
事
用
テ

ン
ト
が
お
お
っ
て
お
り
、
薄
暗
い
中
で

の
御
忌
会
と
な
り
ま
し
た
が
、
全
国
か

ら
大
勢
の
檀
信
徒
が
参
拝
に
お
と
ず
れ
、

無
事
に
満
座
い
た
し
ま
し
た
。 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

平
成
二
十
年
五
月
一
五
日
発
行 

浄
じ
ょ
う

土 ど

宗
し
ゅ
う

西 せ
い

山 ざ
ん

禅 ぜ
ん

林 り
ん

寺 じ

派 は 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

常 

林 

院 



  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
   

花
の
た
ま
し
い 

金
子
み
す
ゞ 

 

散
っ
た
花
の
た
ま
し
い
は
、 

み
仏
さ
ま
の
花
ぞ
の
に
、 

 

ひ
と
つ
残
ら
ず
う
ま
れ
る
の
。 

 

だ
っ
て
、
お
花
は
や
さ
し
く
て
、 

 

お
て
ん
と
さ
ま
が
呼
ぶ
と
き
に
、 

 

ぱ
っ
と
ひ
ら
い
て
、
ほ
ほ
え
ん
で
、 

 

ち
ょ
う
ち
ょ
に
あ
ま
い
み
つ
を
や
り
、 

 
 

 

人
に
ゃ
、
に
お
い
を
み
な
く
れ
て
、 

 

風
が
お
い
で
と
よ
ぶ
と
き
に
、 

 

や
は
り
す
な
お
に
つ
い
て
ゆ
き
、 

な
き
が
ら
さ
え
も
、
ま
ま
ご
と
の 

ご
は
ん
に
な
っ
て
く
れ
る
か
ら
。 

 

与
え
て
生
き
る
よ
ろ
こ
び 

お
釈
迦
さ
ま
は
、
幸
せ
に
な
る
第
一
の
方
法
と
し
て
「
布
施
（
ふ

せ
）」
と
言
う
こ
と
を
説
か
れ
て
い
ま
す
。「
布
施
」
と
は
、
お
寺

へ
つ
つ
む
お
金
の
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
物
で
も
心
で
も
よ
ろ
こ

ん
で
与
え
る
こ
と
を
言
い
ま
す
。 

経
典
に
「
無
財(

む
ざ
い)

の
七
施(

し
ち
せ)

」
と
い
う
布
施
の

行
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。 

①
身 し

ん

施 せ 
 

親
切
な
お
こ
な
い
を
す
る 

②
心 し

ん

施 せ 
 

親
切
な
心
、
や
さ
し
い
心
で
接
す
る 

③
眼
施

げ
ん
せ 

 

い
つ
も
や
さ
し
い
ま
な
ざ
し
を
す
る 

④
和 わ

顔 げ
ん

悦 え
つ

色 じ
き

施 せ 

や
わ
ら
い
だ
顔
、
ニ
コ
ニ
コ
し
た
顔
を
す
る 

⑤
言
辞
施

ご

ん

じ

せ 

い
つ
も
や
さ
し
く
、
い
た
わ
り
の
言
葉
を
か
け
る 

⑥
床
座
施

し
ょ
う
ざ
せ 

す
す
ん
で
座
席
を
ゆ
ず
る 

⑦
房 ぼ

う

舎 し
ゃ

施 せ 

家
で
ゆ
っ
く
り
休
ん
で
も
ら
う 

こ
れ
ら
七
つ
の
布
施
は
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
だ
れ
に
で
も
で

き
る
布
施
の
行
で
す
。 

人
の
よ
ろ
こ
び
が
自
分
の
よ
ろ
こ
び
と
な
る
。 

与
え
て
生
き
る
よ
ろ
こ
び
は
、
人
生
最
大
の
幸
せ
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。 

 
 

 
 

月 
 

影 
 
 
 
 
 

 

第 23 号 



～
何
が
書
い
て
あ
る
の
？
～ 

浄
土
宗
西
山

せ
い
ざ
ん

勤
行
式

ご
ん
ぎ
ょ
う
し
き

（
赤
本
）
解
説 

 

 
 

四
奉
請

し
ぶ
じ
ょ
う 

 
 

奉
請
十
方
如
来

ほ
う
ぜ
い
し
ほ
う
じ
ょ
う
ら
い 

入
道
場

じ
ゅ
と
う
ち
ょ
う 

散
華

さ
ん
か

楽 ら
く 

奉
請

ほ
う
ぜ
い

釈 せ

迦 き
ゃ

如
来

じ
ょ
ら
い 

入
道
場

じ
ゅ
と
う
ち
ょ
う 

散
華

さ
ん
か

楽 ら
く 

奉
請

ほ
う
ぜ
い

弥
陀

び

た

如
来

じ
ょ
ら
い 

入
道
場

じ
ゅ
と
う
ち
ょ
う 

散
華

さ
ん
か

楽 ら
く 

奉 ほ
う

請 ぜ
い

観 か
ん

音 の
ん

勢 せ
い

至 し

諸 し
ょ

大 た
い

菩 ほ

薩 さ 

入
道
場

じ
ゅ
と
う
ち
ょ
う 

散
華

さ
ん
か

楽 ら
く 

（
訳
） 

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。あ
ら
ゆ
る
世
界
に
ま
し
ま
す
み
仏
よ
、

ど
う
ぞ
こ
の
道
場
に
お
越
し
下
さ
い
ま
せ
。
華
を
散
じ
て
お
迎

え
致
し
ま
す
。 

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
釈
迦
牟
尼
世
尊
よ
、
ど
う
ぞ
こ
の
道 

場
に
お
越
し
下
さ
い
ま
せ
。華
を
散
じ
て
お
迎
え
い
た
し
ま
す
。 

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
阿
弥
陀
如
来
よ
、
ど
う
ぞ
こ
の
道
場 

に
お
越
し
下
さ
い
ま
せ
。
華
を
散
じ
て
お
迎
え
い
た
し
ま
す
。 

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
観
音
菩
薩
、
勢
至
菩
薩
、
そ
し
て
も 

ろ
も
ろ
の
大
菩
薩
よ
、
ど
う
ぞ
こ
の
道
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い 

ま
せ
。
華
を
散
じ
て
お
迎
え
い
た
し
ま
す
。 

 

「
香
偈
」
で
香
を
た
い
て
身
も
心
も
浄
ら
か
に
あ
り
た
い
と
願

い
、「
三
宝
礼
」
で
心
か
ら
仏
法
僧
の
三
宝
を
敬
い
礼
拝
し
ま
し

た
。
そ
し
て
次
に
「
四
奉
請
」
で
み
仏
や
菩
薩
方
を
お
迎
え
し

ま
す
。 

 

来
客
が
あ
る
と
、部
屋
を
掃
除
し
て
き
れ
い
に
す
る
よ
う
に
、

十
方
の
如
来
、
釈
迦
牟
尼
如
来
、
阿
弥
陀
如
来
、
観
音
勢
至
な

ど
の
諸
菩
薩
を
こ
の
道
場
に
お
越
し
く
だ
さ
る
よ
う
に
願
っ
て

華
を
散
ら
し
て
き
れ
い
に
す
る
気
持
ち
で
唱
え
ま
す
。 

「
入
道
場
」
の
「
道
場
」
と
は
、
仏
道
を
修
行
す
る
場
所
の
こ

と
で
す
。
お
寺
の
本
堂
だ
け
で
は
な
く
、
各
家
庭
の
仏
壇
が
あ

る
部
屋
が
道
場
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。 

「
散
華
楽
」
は
、
み
仏
を
道
場
に
お
迎
え
す
る
た
め
に
、
華
を

散
ら
す
こ
と
で
す
。
華
は
清
純
な
美
し
さ
を
た
た
え
、
微
妙
な

香
り
を
放
っ
て
み
仏
を
供
養
す
る
の
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
と
さ

れ
ま
す
。
紙
で
華
び
ら
を
模
し
た
散
華
（
さ
ん
か
）
を
散
ら
し

な
が
ら
唱
え
ま
す
が
、
日
常
の
お
つ
と
め
で
は
略
し
ま
す
。 

 

ま
た
華
は
、
み
仏
が
お
座
り
に
な
る
と
こ
ろ
と
さ
れ
、
そ
こ

を
浄
土
に
み
た
て
ま
す
。
四
奉
請
を
唱
え
て
散
華
す
る
の
も
、

み
仏
の
座
す
る
と
こ
ろ
を
と
と
の
え
、
浄
土
を
あ
ら
わ
そ
う
と

い
う
思
い
か
ら
で
す
。 

 
 



  

醍
醐
味
（
だ
い
ご
み
） 

 

「
醍
醐
味
」
と
い
え
ば
、
ほ
ん
と
う
の

面
白
さ
、
か
け
が
え
の
な
い
楽
し
み
と

い
う
意
味
で
使
わ
れ
ま
す
。 

本
来
は
イ
ン
ド
に
お
け
る
乳
製
品
の

乳
味
（
に
ゅ
う
み
）・
酪
味
（
ら
く
み
）・

生
酥
味
（
し
ょ
う
そ
み
）・
熟
酥
味
（
じ

ゅ
く
そ
み
）・
醍
醐
味
の
五
段
階
の
状
態

で
一
番
お
い
し
い
状
態
の
こ
と
を
醍
醐

味
と
言
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
極
上
の
乳

製
品
、
バ
タ
ー
の
こ
と
で
す
。 

「
涅
槃
経
」
に
「
諸
薬
中
、
醍
醐
第
一
。

よ
く
衆
生
の
熱
悩
乱
心
を
治
す
」
と
あ

り
ま
す
。
薬
用
と
し
て
も
使
用
さ
れ
て

い
た
よ
う
で
す
。 

 

醍
醐
の
原
語
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語

で
サ
ル
ピ
ス
・
マ
ン
ダ
。
こ
の
サ
ル
ピ

ス
・
マ
ン
ダ
と
カ
ル
シ
ウ
ム
を
合
わ
せ

て
あ
の
カ
ル
ピ
ス

．
．
．
．

が
名
づ
け
ら
れ
ま
し

た
。 

 
 

 

問
） 

仏
壇
を
新
し
く
購
入
し
ま
し
た
。

仏
壇
の
供
養
や
安
置
す
る
方
角
は

ど
う
す
れ
ば
い
い
で
し
ょ
う
か
？ 

答
） 

仏
壇
に
魂
を
入
れ
る
、
開
眼
供

養
（
か
い
げ
ん
く
よ
う
）
を
し
ま

す
。
開
眼
供
養
は
、
仏
壇
・
仏
像
・

仏
画
・
位
牌
・
墓
な
ど
を
新
し
く

つ
く
っ
た
り
、
修
復
し
た
時
に
、

供
養
し
て
魂
を
入
れ
る
こ
と
で
す
。 

 
 

「
お
性
根
入
れ
（
お
し
ょ
う
ね
い

れ
）」
と
も
言
い
ま
す
。 

 
 

 
ま
た
反
対
に
、
古
い
仏
壇
な
ど

を
処
分
す
る
と
き
や
修
理
す
る
時
、

ま
た
引
越
し
な
ど
で
移
動
す
る
時

は
、
魂
を
抜
く
撥
遣
供
養
（
は
っ

け
ん
く
よ
う
）
を
し
ま
す
。「
お
性

根
抜
き
（
お
し
ょ
う
ね
ぬ
き
）」
と

も
言
い
ま
す
。
そ
し
て
修
復
（
ま

た
は
移
動
）
が
終
わ
れ
ば
、
再
び

開
眼
供
養
を
し
て
魂
を
入
れ
ま
す
。 

 

そ
し
て
、
仏
壇
の
安
置
す
る
方
角
で 

す
が
、
大
き
く
分
け
て
次
の
三
つ
の
説 

が
あ
り
ま
す
。 

①
南
面
北
座
説 

仏
壇
を
南
に
向
き
に
安
置
す
る
。
南 

か
ら
の
風
も
よ
く
通
り
湿
気
が
少
な
い
。 

②
本
山
中
心
説 

 

仏
壇
を
お
が
ん
だ
と
き
に
、
本
山
の 

方
角
を
向
い
て
い
る
よ
う
に
安
置
す
る
。 

わ
が
家
の
仏
壇
を
お
が
む
こ
と
が
本
山 

を
あ
が
め
る
こ
と
に
な
る
。 

③
西
方
浄
土
説 

 

仏
壇
を
東
向
き
に
安
置
す
る
。
仏
壇 

を
お
が
む
と
西
方
に
あ
る
極
楽
浄
土
に 

向
か
う
こ
と
に
な
る
。 

 

こ
れ
ら
三
つ
の
説
は
そ
れ
ぞ
れ
に
う 

な
ず
け
ま
す
が
、
現
実
に
は
家
の
つ
く 

り
に
あ
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ま 

り
方
角
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
①
湿
気
の
少 

な
い
と
こ
ろ
②
落
ち
着
い
て
お
が
め
る 

と
こ
ろ
③
家
族
が
集
ま
る
と
こ
ろ
な
ど 

に
安
置
し
ま
し
ょ
う
。 


